
　『
大
き
回
廊
』（
平
成
一
五
年
）
よ
り
。
竹
山
広
が
「
明
朗
闊
達
な
働
き
者
で
あ
る
」（『
河
口
ま
で
』「
跋
」）
と
評
し
た
作
者
は
、

長
崎
市
で
米
屋
を
営
ん
で
い
た
。
実
直
な
生
活
者
の
視
点
で
詠
ま
れ
た
社
会
詠
は
説
得
力
が
あ
る
。
引
用
歌
の
「
頃
」
は
一
九
九
〇

年
代
後
半
と
推
測
。
作
者
は
正
直
な
労
働
に
真
っ
当
な
評
価
が
さ
れ
な
い
社
会
は
歪
ん
で
い
る
と
言
う
の
だ
。
全
身
で
働
く
日
々
を

映
し
た
一
首
を
引
く
。〈
精
米
を
終
へ
た
る
わ
れ
は
新
米
の
香
り
は
つ
か
に
ま
と
ひ
ゐ
る
ら
ん
〉（『
河
口
ま
で
』）　
　
　
　
　（
河
野
）
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十
キ
ロ
で
三
千
円
を
切
る
米
の
出
で
し
頃
よ
り
こ
の
世
乱
れ
つ

馬
場
昭
徳
　（
昭
和
二
三
～
）

　
歌
集
『
海
の
揺
籃
』（
平
成
二
三
年
）
所
収
。
加
賀
谷
は
秋
田
で
魚
介
類
の
販
売
・
加
工
を
生
業
と
し
て
い
る
。
大
量
に
取
り
扱

う
魚
の
中
に
は
、
化
学
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
水
な
ど
で
尾
が
膨
ら
み
、
背
骨
の
変
形
し
た
も
の
も
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
魚
は

捨
て
ず
に
、
切
り
身
に
す
れ
ば
正
常
な
魚
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
る
と
い
う
、
衝
撃
的
な
暴
露
が
こ
の
歌
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
ま

た
、こ
の
歌
は
、変
形
し
た
魚
を
知
ら
ず
に
食
す
る
人
間
が
抱
く「
海
洋
汚
染
へ
の
無
関
心
さ
」へ
の
警
告
と
も
取
れ
る
。
　
　（
青
山
）
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薬
禍
に
て
尾
部
膨
ら
ま
せ
歪
む
背
の
切
り
身
と
な
れ
ば
見
分
け
の
つ
か
ず

加
賀
谷
実
　（
昭
和
二
三
～
）

　
奥
山
は
見
つ
め
る
人
で
あ
る
。
そ
の
視
線
の
先
に
は
山
河
が
あ
り
、街
が
あ
り
、人
が
い
る
。
掲
出
歌
は
「
駅
」
を
見
つ
め
た
一
首
。

「
駅
」
は
列
車
が
停
車
し
、発
車
す
る
空
間
で
あ
る
。
人
々
が
行
き
交
い
、や
が
て
去
っ
て
ゆ
く
。
人
は
「
駅
」
に
留
ま
る
こ
と
は
な
い
。

奥
山
は
そ
ん
な
「
駅
」
を
「
明
か
り
の
島
」
と
表
現
し
た
。
私
は
こ
の
作
品
を
叙
情
歌
と
読
む
。
人
が
乗
り
降
り
し
、
消
え
て
ゆ
く

「
駅
」。
そ
れ
は
あ
た
か
も
人
の
一
生
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
心
の
花
」平
成
一
四
年
七
月
号
よ
り
。  

　
　
　  

（
田
中
拓
）
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待
ち
を
れ
ば
夕
べ
淡
雪
ふ
り
籠
め
て
駅
は
明
か
り
の
島
と
な
り
た
り

奥
山
か
ほ
る
　（
昭
和
二
三
～
）

　
権
中
納
言
敦
忠
の
〈
逢
ひ
見
て
の
の
ち
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り
け
り
〉
を
下
敷
き
に
す
る
が
、
十
世
紀
の
敦

忠
の
歌
の
軽
さ
と
は
異
な
り
、
こ
の
心
に
は
重
い
桎
梏
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
会
っ
た
相
手
は
夫
。
所
帯
を
持
ち
、
子
が
で
き
て
も

妻
が
夫
を
恋
う
気
持
ち
に
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
夫
の
心
は
別
に
向
く
。
恋
う
気
持
ち
が
強
い
ほ
ど
募
る
憎
し
み
。
最
期

を
看
取
っ
て
も
な
お
残
る
愛
憎
の
、海
溝
の
よ
う
な
深
さ
に
読
む
者
は
た
じ
ろ
ぐ
。『
土
星
蝕
』（
令
和
元
年
）
か
ら
。         

　（
加
古
）
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会
ひ
み
て
の
の
ち
の
心
は
い
つ
し
ん
に
三
十
余
年
恋
ひ
つ
つ
憎
む

田
中
薫
　（
昭
和
二
二
～
）
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